
教
育
に
お
け
る
懲
罰
、
こ
と
に
体
罰
の
問
題
が
現
代
世
界
に
お
い

て
、
し
ば
し
ば
反
対
運
動
を
惹
起
し
て
い
る
。
し
か
し
、
愛
の
教
え

を
説
く
キ
リ
ス
ト
教
を
奉
じ
る
文
化
圏
に
お
い
て
も
、
子
供
の
悪
し

き
行
状
や
不
従
順
に
対
す
る
肉
体
的
な
懲
ら
し
め
が
一
般
に
容
認
さ

れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。
こ
と
に
聖
書
に
基
づ
い
て
倫
理

規
範
を
厳
格
な
仕
方
で
刷
新
し
よ
う
と
し
た
近
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

テ
ィ
ズ
ム
は
、
『
蔵
言
』
に
み
ら
れ
る
体
罰
容
認
の
句
を
根
拠
に
そ

(
l
)
 

れ
を
推
奨
し
た
と
も
い
う
。
七
十
人
訳
ギ
リ
シ
ア
語
聖
書
に
お
い
て
、

「
懲
ら
し
め
」
を
意
味
す
る
語
に
「
教
育
」
と
同
じ

m
a
5
a
a

後
者
の
意
味
に
お
け
る
語
の
系
譜
は
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
イ
ェ
ー
ガ
ー

が
ま
さ
に
『
パ
イ
デ
イ
ア
』
と
題
し
た
著
作
で
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
へ

特
に
関
心
を
寄
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
ま
た
実
際
的
次
元
で
懲

1
-―
―
-
‘
,
ー
|

ョ
ア
ン
ネ
ス
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の

体
罰
否
定
は
教
育
の
放
棄
か
？

『
蔵
言
』と

昇
華
し
た
こ
と
で
有
名
だ
が
ー
~
と
い
う
単
語
が
充
て
ら
れ
て
い

る
こ
と
も
示
唆
的
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
聖
害
特
に
旧
約
に
含
ま
れ

る
戒
め
を
、
ど
こ
ま
で
字
義
通
り
遵
守
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
に

対
し
て
は
、
あ
る
地
域
・
時
代
の
教
会
が
様
々
の
要
因
を
ど
う
判
断

す
る
か
に
よ
っ
て
様
々
に
異
な
っ
た
回
答
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。
か

か
る
判
断
を
キ
リ
ス
ト
教
史
上
の
最
初
期
に
引
き
受
け
た
教
父
た
ち

に
と
っ
て
、
教
育
や
体
罰
と
言
っ
た
主
題
は
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
て

き
た
の
だ
ろ
う
か
。

教
育
と
い
う
主
題
は
、

四
世
紀
後
半
に
活
動
し
た
ギ
リ
シ
ア
教

父
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
（
三
四
七
頃
ー
四
0
七
）
が

砂

田

恭

佑

一
三
章
二
四
節
釈
義
と
そ
の
背
景

7
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罰
に
言
及
す
る
こ
と
も
多
く
、
本
稿
第
四
節
に
も
述
べ
る
通
り
ダ
ナ

シ
ス
は
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
姿
勢
を
抑
制
的
で
あ
る
と
評
価
し
て

い
る
。
彼
を
含
め
て
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
が
分
析
材
料
と
し
た
の

は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
が
遺
し
た
膨
大
な
説

教
史
料
で
あ
っ
た
。
他
方
、
体
罰
容
認
の
旬
を
含
む
『
蔵
言
』
に
対

し
て
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
註
解
を
著
わ
し
て
お
り
、
そ
の
校
訂
版

が―

1
0
0
五
年
に
は
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
『
蔵
言

註
解
』
に
基
づ
い
て
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
教
育
観
、
体
罰
観
を
論

じ
た
も
の
は
管
見
の
限
り
未
だ
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
。
言
う
ま
で
も

な
く
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
「
実
践
的
説
教
家
」
と
し
て
の
側
面
と

「
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
派
聖
書
釈
義
家
」
と
し
て
の
側
面
を
併
せ
持
つ

(
2
)
 

人
物
で
あ
る
。
『
蔵
言
』
が
実
践
的
勧
告
を
多
く
含
む
知
恵
文
学
で

あ
る
以
上
、
教
育
一
般
を
考
え
る
に
し
て
も
体
罰
に
焦
点
を
当
て
る

に
し
て
も
『
蔵
言
註
解
』
は
ま
こ
と
に
注
目
す
べ
き
著
作
と
い
え
よ

う
。
本
稿
は
、
『
蔵
言
』
の
う
ち
体
罰
を
容
認
す
る
一
節
に
対
す
る

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
註
解
を
中
心
的
に
分
析
し
、
仮
説
的
読
解
を

提
示
す
る
こ
と
で
、
彼
に
よ
る
体
罰
論
の
特
質
を
再
考
す
る
こ
と
を

目
指
す
も
の
で
あ
る
。

し
て
は
元
首
の
名
に
お
い
て
特
例
が
出
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
そ
れ
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
言
え
よ
う
。

も
っ
と
も
一
部
の
知
識
人
の
間
に
こ
れ
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
向
き
も

あ
っ
た
。
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
（
三
五
頃
I
-
0
0
頃
）
は
ス
ト

ア
派
の
哲
学
者
ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
（
前
一
一
八
0
頃
ー
ニ

0
七
頃
）
が
鞭

打
ち
を
容
認
す
る
の
を
批
判
し
、
一
、
体
罰
は
醜
い
、
奴
隷
に
ふ

さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
一
一
、
矯
正
が
実
現
し
な
か
っ
た
場

合
、
叩
か
れ
る
こ
と
に
対
し
無
感
覚
に
な
る
こ
と
、
三
、
監
視
役
が

し
つ
か
り
し
て
い
れ
ば
懲
ら
し
め
は
必
要
な
い
、
と
い
う
理
由
か
ら

肉
体
的
懲
ら
し
め
に
否
定
的
判
断
を
下
し
、
そ
れ
が
む
し
ろ
守
役
の

(8) 

怠
慢
の
口
実
に
用
い
ら
れ
る
点
を
指
摘
し
た
。
擬
プ
ル
タ
ル
コ
ス
に(

9
)
 

よ
る
『
子
ど
も
の
教
育
に
つ
い
て
」
も
同
様
の
主
張
を
行
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
自
由
人
に
ふ
さ
わ
し
い
扱
い
か
ど
う
か
、
効
果
が
あ
る
か

ど
う
か
と
い
う
点
を
問
題
に
し
、
体
罰
を
否
定
し
て
い
る
と
言
っ
て

よ
い
。
古
代
末
期
に
な
る
と
、
弁
論
教
師
の
著
作
か
ら
体
罰
に
対
す

る
警
鐘
が
聞
き
取
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ア
テ
ー
ナ
イ
で
修
辞
学
を
教

え
、
若
き
ナ
ジ
ア
ン
ゾ
ス
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
師
で
も
あ
っ
た
ソ

フ
ィ
ス
ト
の
ヒ
メ
リ
オ
ス
(
?
|
-
―
―
八
三
以
降
）
は
「
打
櫛
と
鞭
で

脅
し
て
い
る
」
教
師
を
非
難
し
、
自
身
は
言
葉
で
自
学
級
を
導
く
こ

(10) 

と
を
宣
言
し
て
い
る
。
ま
た
同
時
代
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
で
、
ヨ
ア
ン
ネ

帝
政
期
の
「
体
罰
」
観

一
事
例
を
詳
細
に
検
討
す
る
前
に
、

す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

ラ
ー
は
こ
れ
に
反
対
し
、

こ
こ
で
は
詳
細
に
立
ち
入
ら
な
い
。

も
に
、

ま
ず
時
代
的
背
景
を
明
瞭
に

ビ
ル
ナ
ー
の
整
理
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
帝
政
期
の
体
罰
を
め
ぐ
っ
て
は
歴
史
社
会
学
者
の
間
で
も
見
解

(
3
)
 

に
相
違
が
み
ら
れ
る
。
ヴ
ィ
ー
デ
マ
ン
が
家
庭
で
の
子
供
へ
の
体
罰

(
4
)
 

は
こ
の
時
代
に
一
般
的
な
慣
習
で
あ
っ
た
と
説
い
た
の
に
対
し
、
サ

体
罰
は
ロ
ー
マ
社
会
の
中
で
周
縁
的
役
割

を
占
め
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
対
象
は
奴
隷
や
身
分
の
低
い
者
に
限
ら

(
5
)
 

れ
て
い
た
と
し
た
。
ヒ
ル
ナ
ー
は
こ
の
サ
ラ
ー
説
を
批
判
し
て
い
る

が
、
そ
の
議
論
は
修
道
規
則
に
現
れ
る
体
罰
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、

と
も
か
く
も
法
史
料
か
ら
明
ら

三
六
五
年
に
一
―
五
歳
以
下
の
者

か
な
こ
と
と
し
て
は
、
帝
政
前
期
に
極
端
な
体
罰
を
禁
止
す
る
法
が

公
布
さ
れ
た
一
叩
‘サ

ラ
ー
は
こ
れ
に
対
し
て
、

(
m
i
n
o
r
e
s
)
 

に
対
す
る
父
権
的
懲
罰
を
公
的
に
容
認
す
る
勅
令
が
出
さ
れ
た
と
い

(
7
)
 

う
こ
と
で
あ
る
。

た
ら
い
た
た
め
に
、

文
化
的
な
自
制
が
は

大
き
く
な
っ
た
子
に
は
笞
打
ち
は
な
さ
れ
ず
、

対
象
は
子
供
と
学
校
に
限
ら
れ
て
い
た
と
し
た
が
、

ヒ
ル
ナ
ー
と
と

む
し
ろ
帝
政
期
に
は
家
庭
お
よ
び
学
校
で
の
体
罰
は
普
通
の

こ
と
だ
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
極
端
な
虐
待
に
対

ス
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
修
辞
学
の
師
で
も
あ
っ
た
リ
バ
ニ
オ
ス

（
三
一
四
ー
三
九
一
二
頃
）
は
笞
よ
り
も
言
策
で
の
勧
告
を
重
視
し
た
こ

(11) 

と
を
誇
り
、
自
分
が
言
葉
以
上
の
笞
に
よ
る
打
掲
を
過
度
に
怠
惰
な

(12) 

者
に
限
っ
て
い
る
旨
を
書
簡
に
記
し
て
い
る
。
ク
リ
ビ
オ
ー
レ
に
よ

れ
ば
、
こ
れ
ら
の
主
張
は
当
時
白
熱
し
て
い
た
弁
論
教
師
同
士
で
の

(13) 

学
生
の
奪
い
合
い
を
背
景
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
す

な
わ
ち
か
か
る
主
張
は
、
自
身
を
他
の
教
師
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と

主
張
す
る
た
め
の
「
売
り
文
旬
」
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
家
庭
で
の
父
子
関
係
で
は
な
く
学
校
で
の
師
弟

関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
休
罰
否
定
論
を
見

る
限
り
家
庭
で
も
学
校
で
も
体
罰
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
え

な
い
。
し
か
も
そ
れ
が
各
時
代
に
出
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、

時
々
の
「
体
罰
反
対
」
的
言
論
は
社
会
的
な
規
範
を
変
え
る
に
は
至

ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

学
校
と
家
庭
と
の
関
係
を
一
瞥
し
て
お
く
と
、
従
来
の
ロ
ー
マ
社

会
に
お
い
て
教
育
は
学
校
で
行
わ
れ
る
も
の
だ
っ
た
が
、
一
二
世
紀
以

(14) 

降
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
に
よ
り
家
庭
教
育
の
存
在
感
が
増
し
た
。
し

か
し
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
教
育
機
関
と
し
て
は
家
庭
と
「
異
教
的
」
学

(15) 

校
と
を
併
用
し
て
い
た
。
体
罰
に
関
す
る
態
度
に
関
し
て
も
、
キ
リ

ス
ト
教
の
出
現
は
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

，
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｀ 自
身
も
ギ
リ
シ
ア
語
教
師
か
ら
体
罰
を
受
け
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、(16) 

て
い
た
こ
と
を
証
言
す
る
。

語
旬
が
問
題
に
な
る
の
は
、

こ
こ
で
は

由
来
す
る

『
蔵
言
』

的
に
「
体
罰
章
旬
」

基
礎
づ
け
る
と
同
時
に
、

響
と
い
う
点
で
い
え
ば
、

現
し
た
こ
と
で
、

＇
［
＇
，
＇
｛
~
怠
渭
’
ぎ

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
で
体
罰
が
行
わ
れ

『
蔵
言
』

に
お
け
る
体
罰
を
将
盃
励
す
る

か
か
る
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。

に
含
ま
れ
る
体
罰
を
奨
励
す
る
文
言
を
、

と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
「
体
罰
章
句
」

ん
ど
が
父
子
関
係
を
前
提
と
し
て
い
た
か
ら
、

な
お

総
称

は
ほ
と

ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
に

「
家
庭
を
場
と
し
た
宗
教
・
道
徳
教
育
」
と
い
う
理
念
を

「
体
罰
」
を
容
認
す
る
た
め
の
典
拠
と
し

(17) 

て
自
ら
を
提
供
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

サ
ラ
ー
の
謂
う
文
化
的
な
影

体
罰
を
推
奨
す
る
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
が
出

そ
の
理
念
的
取
扱
い
は
む
し
ろ
一
層
難
し
く
な
っ

た
と
予
想
さ
れ
る
。

か
く
て
教
父
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
著
作
家
が
体
罰
に
つ
い
て

語
る
際
に
は
、
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
『
吟
咸
言
』
の
句
が
引

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
節
で
は
『
蔵
言
』
に
お
け
る
該
当
章
句

を
一
一
但
紀
か
ら
六
世
紀
に
至
る
教
父
た
ち
が
い
か
に
理
解
し
た
か
を

考
察
し
よ
う
。
な
お
本
稿
で
は
『
蔵
言
』
と
表
記
し
た
場
合
聖
書
の

一
巻
と
し
て
の
書
物
を
、
蔵
言
と
表
記
し
た
場
合
そ
こ
に
含
ま
れ
る

個
々
の
文
章
を
指
す
こ
と
と
す
る
。

と
し
て
『
ベ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵
』
一
八
章
一
三
ー
四
節
な
ど
と
並
び

『
歳
言
』
二
三
章
一
三
ー
四
節
「
子
供
を
懲
ら
す
こ
と
を
止
め
る
な
。

彼
を
杖
で
打
っ
て
も
、
死
ぬ
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
。
あ
な
た
が
杖

で
彼
を
打
て
ば
、
彼
の
霊
魂
を
死
か
ら
救
う
こ
と
に
な
る
」
が
引
か

れ
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
こ
の
旬
は
こ
の
後
取
り
扱
う
諸
文
献
に
頻

出
す
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
ク
レ
メ
ン
ス
が
い
う
「
子
供
」
と
は

何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
箇
所
よ
り
前
に
、
ク
レ
メ
ン
ス
は

著
作
の
主
題
を
説
明
す
る
中
で
こ
う
語
っ
て
い
た
。

さ
て
「
訓
導
」
と
は
子
供
た
ち
を
導
く
こ
と
で
あ
り
，
こ
れ
は

そ
の
名
前
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
残
っ
て
い
る
の
は
、
聖

書
が
比
喩
的
に
語
っ
て
い
る
「
子
供
た
ち
」
に
つ
い
て
考
察
す

る
こ
と
、
し
か
る
後
こ
の
子
供
た
ち
の
た
め
に
、
訓
導
者
を
立

て
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
「
子
供
た
ち
」
と
は
わ
れ
わ
れ
の

こ
と
で
あ
る
。
聖
書
は
、
多
く
の
箇
所
で
わ
れ
わ
れ
を
祝
福
し
、

様
々
な
方
法
と
多
彩
な
名
を
用
い
な
が
ら
、
信
仰
の
純
正
さ
に

(21) 

つ
い
て
言
菓
を
換
え
つ
つ
比
喩
的
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
字
義
上
は
父
子
関
係
に
つ
い
て
語
る
歳
言
を
比
喩
的

に
解
し
、
子
供
と
い
う
の
を
信
徒
の
こ
と
と
解
し
て
い
る
こ
と
が
明

同
じ
仕
方
に
よ
る
引
用
は
バ
シ
レ
イ
オ
ス
（
―
-
三
一

0
頃
ー

三
七
八
）
に
よ
る
講
話
『
蔵
言
の
冒
頭
に
つ
い
て
』

(
I
n
P
r
i
箋
芝
u
m

P
r
o
0
e
r
b
i
o
r
u
m
)

に
も
現
れ
る
。
「
懲
ら
し
め
を
知
る
こ
と
」
（
蔵
一
・

―
-
）
と
い
う
旬
を
釈
義
す
る
に
際
し
て
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
懲
ら
し

め
を
「
魂
に
と
り
有
益
な
一
種
の
訓
導

(
a
Y
O
Y
二
）
、
し
ば
し
ば
労

(22) 

を
伴
い
そ
れ
を
悪
に
よ
る
染
み
か
ら
浄
め
出
す
も
の
」
と
定
義
し
、

悪
、
無
知
か
ら
脱
却
し
て
真
の
知
恵
に
至
る
た
め
に
必
要
な
プ
ロ
セ

ス
と
説
く
。た

と
え
ば
子
供
の
中
で
も
、
学
事
に
全
く
目
を
向
け
な
い
幼

稚
な
者
が
、
教
師
た
ち
ゃ
教
育
奴
隷
が
彼
ら
に
下
す
鞭
の
後
に

よ
り
注
意
深
く
な
り
、
教
え
を
受
け
取
る
と
、
そ
の
同
じ
言
策

が
打
掲
の
前
に
は
聞
こ
え
な
か
っ
た
の
に
、
鞭
に
よ
る
痛
み
の

後
に
は
、
つ
い
先
程
耳
が
開
い
た
か
の
よ
う
に
聴
覚
に
よ
っ
て

受
け
入
れ
ら
れ
も
す
る
し
、
記
憶
に
よ
っ
て
守
ら
れ
も
す
る
よ

う
に
、
神
的
な
教
え
を
聞
き
流
し
掟
に
対
し
て
軽
侮
の
姿
勢
を

(23) 

取
る
人
々
に
も
同
様
の
こ
と
が
起
こ
る
。

体
罰
を
実
例
と
し
、
そ
れ
に
例
え
て
神
の
教
え
を
軽
ん
ず
る
人
に

ら
か
で
あ
る
。

ま
ず
現
れ
る
の
は
、
神
と
人
と
の
間
の
救
済
論
に
関
わ
る
比
喩
と

し
て
、
体
罰
章
旬
を
引
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア
レ
ク
サ

ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
(
-
五

0
頃
ー
ニ
―
五
頃
）
の
『
訓
導
者
』

忌
edagogus)

第
一
巻
に
現
れ
る
。
こ
の
著
作
は
、
古
代
の
教
育
奴

隷
（
日
aも
3
Y
e
Y
合
）
が
子
供
た
ち
を
導
く
の
と
同
じ
よ
う
に
、
神

的
ロ
ゴ
ス
の
教
え
が
信
徒
を
よ
り
高
い
水
準
に
導
く
こ
と
を
示
そ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ク
レ
メ
ン
ス
は
そ
の
後
半
で
、
神
的
ロ
ゴ
ス
が
人
間
を
導
く
際
の

「
義
」
が
「
善
」
に
一
致
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
論
者
に

対
し
て
反
論
を
展
開
す
る
。
善
と
義
、
恩
恵
と
懲
ら
し
め
は
同
一
の

(18) 

カ
、
ロ
ゴ
ス
に
属
す
る
が
、
ロ
ゴ
ス
が
「
子
供
」
を
救
い
へ
と
導
く

に
は
十
二
の
方
策
が
と
ら
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
訓
戒
、
処
罰
、

非
難
、
懲
戒
、
難
詰
、
諌
言
、
弾
劾
、
面
罵
、
説
示
、
勧
告
、
冷
笑
、

(19) 

憤
激
で
あ
る
。
ク
レ
メ
ン
ス
は
そ
れ
ら
が
神
の
善
と
義
に
一
致
す
る

こ
と
を
具
体
的
な
聖
書
箇
所
を
示
し
つ
つ
説
明
す
る
の
で
あ
る
が
、

(20) 

そ
の
ま
と
め
と
し
て
、
「
恐
れ
を
用
い
て
の
方
便
こ
そ
、
救
い
の
泉
」

と
結
論
付
け
る
。
そ
し
て
こ
の
総
合
的
な
結
論
に
対
す
る
根
拠
付
け

教
父
著
作
に
お
け
る
「
体
罰
章
句
」
の
解
釈
史

11 体罰否定は教育の放棄か？ 10 



.，，， 

つ
い
て
語
る
言
莱
で
あ
る
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
こ
れ
に
引
き
続
き
、

『
テ
モ
テ
ヘ
の
手
紙
一
』
一
章
一

1
0
節
を
引
い
て
折
檻
の
必
要
性
を

(24) 

認
め
た
後
、
『
蔵
言
』
―
―
―
―
―
章
一
＝
―
|
四
節
や
『
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の

手
紙
」
一
―
―
章
七
節
を
引
用
す
る
。
い
ず
れ
も
神
に
よ
る
厳
し
い
訓

導
を
語
る
箇
所
で
あ
る
。
「
た
と
え
ば
•
•
…
·
守
ら
れ
る
よ
う
に
」
と

い
う
仮
定
節
に
は
食

mCQと
直
説
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
実
際

の
例
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
少
な
く
と
も
子
供
に

対
す
る
折
檻
は
あ
り
う
る
も
の
と
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
当
時
の
社

会
の
慣
行
を
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
主
題
は
あ
く

ま
で
神
に
よ
る
訓
導
で
あ
り
、
体
罰
を
論
じ
る
こ
と
が
目
的
で
は
な

、。し
次
い
で
取
り
上
げ
る
べ
き
は
、
体
罰
章
旬
を
特
定
の
修
道
規
則
の

根
拠
と
し
て
援
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ア
ル
ル
の
カ
エ
サ

リ
ウ
ス
（
四
六
九
／
七

O
I
五
―
一
七
）
は
『
修
道
女
の
た
め
の
戒
律
』

―
―
十
六
章
で
戒
律
規
定
を
破
っ
た
修
道
女
を
罰
す
る
の
は
正
当
な
こ

と
と
し
、
「
聖
霊
が
ソ
ロ
モ
ン
を
通
し
て
、
躾
の
な
っ
て
い
な
い
子

供
た
ち
に
つ
い
て
述
べ
伝
え
て
い
る
こ
と
は
、
き
ち
ん
と
遂
行
さ
れ

(25) 

る
べ
き
だ
か
ら
」
と
し
て
聖
書
典
拠
、
「
自
分
の
子
供
を
愛
す
る
者

は
、
鞭
を
も
っ
て
彼
を
罰
す
る
が
よ
い
」
（
シ
ラ
三
0
.
-
）
お
よ
び

(26) 

『
蔵
言
」
ニ
―
―
―
章
一
三
ー
四
節
を
挙
げ
る
。

て
こ
れ
ら
の
引
用
が
六
世
紀
の
ラ
テ
ン
語
圏
に
の
み
見
ら
れ
る
こ
と

も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
の
大
小
の
修
道
規
則
や
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
そ
れ
に
も
体
罰
に
関
す
る
記
述
は
見
出
さ
れ
な

(31) 

い
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
『
蔵
言
』
の
体
罰
章
旬
が
引
用
さ
れ
る
一
―
つ
の
場
合
を

検
討
し
た
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
蔵
言
に
お
け
る
父
子
関
係
、
特
に

「
子
供
」
と
い
う
文
言
は
転
義
的
に
理
解
さ
れ
た
。
一
方
で
は
神
の

教
え
に
向
き
合
う
「
私
た
ち
」
自
身
か
ら
み
て
、
他
方
で
は
修
道
士

た
ち
を
正
し
い
生
活
へ
と
教
導
す
べ
き
よ
り
高
位
の
修
道
士
か
ら
み

て
理
解
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
も
章

旬
そ
れ
自
体
の
妥
当
性
は
問
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
当
時
の
恨

行
に
よ
る
も
の
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

な
お
『
蔵
言
』
に
対
す
る
ま
と
ま
っ
た
註
解
書
と
し
て
は
ク
リ
ュ

ソ
ス
ト
モ
ス
の
そ
れ
の
ほ
か
に
ポ
ン
ト
ス
の
エ
ウ
ア
グ
リ
オ
ス
「
歳

言
に
対
す
る
註
釈
』
が
あ
る
が
、
「
体
罰
章
旬
」
に
対
す
る
ス
コ
リ

ア
は
見
当
た
ら
な
い
。
字
義
通
り
の
理
解
で
何
ら
支
障
が
な
い
と
判

断
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
い
ず
れ
の
例
も
体
罰
章
旬
を
そ

の
ま
ま
受
容
し
て
お
り
、
ま
し
て
や
理
念
的
に
休
罰
を
禁
止
し
よ
う

と
は
し
て
い
な
い
。
実
態
は
と
も
か
く
、
体
罰
を
め
ぐ
る
言
説
は
一

度
振
り
出
し
に
戻
っ
た
感
す
ら
あ
る
。
か
く
し
て
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ

-』

--L
―-，

-̀
,9‘-L-i:＇―
9,＇・

L

臼
月
望
窃
忍
塁
い
殺
駕
ぃ
万
＇
応

ヌ
ル
シ
ア
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス

律
』
が
こ
れ
に
続
く
。

ら
に
そ
れ
が
「
律
法
」

そ
の
第
二
章
は

（
四
八
0
頃
ー
五
四
五
頃
）
『
戒

「
修
道
院
長
は
い
か
な
る
人

で
あ
る
べ
き
か
」

(
Q
u
a
l
i
s
d
e
b
e
a
t
 e
s
s
e
 a
b
b
a
s
)

を
説
く
も
の
だ
が
、

―
一
六
ー
ニ
九
節
は
過
失
を
犯
し
た
者
の
罪
を
徹
底
的
に
取
り
除
く
こ

と
の
必
要
を
説
く
。
「
シ
ロ
の
大
祭
司
エ
リ
」

(27) 

出
さ
れ
、

口
頭
の
忠
告
は
一
一
回
ま
で
で
、
「
頑
固
で
傲
慢
で
不
従
順

な
者
に
は
、
鞭
に
よ
る
あ
る
い
は
他
の
体
罰
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら

(28) 

な
い
」
と
さ
れ
る
。

そ
の
根
拠
と
し
て
、
「
愚
者
は
言
葉
で
矯
正
で

き
な
い
」
（
蔵
二
九
・
一
九
）
、

(29) 

四
節
が
引
か
れ
る
。

そ
し
て
ま
た

あ
り
な
が
ら
、
「
愛
す
る
者
は
」

の
例
が
引
き
合
い
に

『
巌
百
』

―
一
三
章
一
三
ー

以
上
一
一
例
は
「
父
子
」
を
修
道
生
活
上
の
上
下
関
係
に
置
き
換
え

る
。
い
ず
れ
も
注
目
す
べ
き
は
、
罰
則
そ
の
も
の
に
関
す
る
規
定
で

や
「
罪
を
取
り
除
く
」

な
ど
の
文

言
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

い
、
道
徳
的
・
矯
正
的
な
目
的
を
示
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

ン
ベ
ン
は
修
道
規
則
と
法
的
装
置
の
差
異
を
分
析
し
、
「
主
体
の
生

そ
の
規
則
を
た
ん
な
る
法
的
装
置
と
し
な

ア
ガ

の
形
式
」
を
そ
の
約
束
の
対
象
と
す
る
点
に
そ
の
特
異
性
を
見
出
し

た
が
、
体
罰
に
関
す
る
規
則
の
う
ち
に
か
か
る
文
言
が
含
ま
れ
、
さ

で
も
「
福
音
」

『
巌
言
』
を
引
き

(30) 

合
い
に
出
し
て
い
る
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
併
せ

ス
の
蔵
一
―
―
―
・
ニ
四
釈
義
は
後
述
す
る
『
使
徒
教
憲
』
の
例
と
と
も

に
実
際
的
な
子
供
の
教
育
と
関
連
付
け
た
貴
重
な
例
で
あ
る
と
い
え

る。

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス

で
も
な
い

『
蔵
言
註
解
]
と
体
罰
章
句
の
釈
義

初
め
に
テ
キ
ス
ト
の
性
質
を
概
観
し
よ
う
。
『
蔵
言
註
解
』
は
ま

ず
断
片
の
集
成
と
い
う
形
で
、

A
・
マ
ー
イ
に
よ
っ
て
一
八
四
七
年

に
編
纂
・
出
版
さ
れ
、
そ
れ
は
『
ミ
ー
ニ
ュ
・
ギ
リ
シ
ア
教
父
全

集
』
六
四
巻
六
五
九
ー
七
四
〇
欄
に
も
再
録
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の

大
部
分
は
真
正
性
を
欠
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
註
解
全
体
の
写

本
を
、

M
・
リ
シ
ャ
ー
ル
が
一
九
五
九
年
に
パ
ト
モ
ス
島
の
神
学
者

聖
ヨ
ハ
ネ
修
道
院
で
発
見
し
、
出
版
を
企
図
し
た
が
実
現
し
な
か
っ

た
。
―

1
0
0
三
年
に
な
っ
て
、
バ
ー
デ
ィ
が
前
述
の
断
片
集
成
と
校

(32) 

合
・
校
訂
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
訳
を
付
け
た
。
こ
れ
が
現
時
点
で
利
用

可
能
な
唯
一
の
校
訂
本
で
あ
る
。

バ
ー
デ
ィ
は
こ
れ
を
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
貞
作
と
認
め
る
が
、

(33) 

公
開
を
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
年
代
は
ア
ン

(34) 

テ
ィ
オ
キ
ア
期
（
三
八
一
ー
三
九
八
）
と
す
る
の
が
妥
当
だ
と
い
う
。

実
際
に
形
式
を
見
る
と
、
逐
語
註
解
で
あ
り
講
話
と
い
う
形
を
と
っ

13 体罰否定は教育の放棄か？ 12 



一
三
章
一
一
四
節
の
体
罰
章

s̀ ．． 
て
い
な
い
。
後
半
に
な
る
に
つ
れ
て
註
の
つ
く
章
句
が
ま
ば
ら
に
な

る
。
特
定
章
旬
の
註
解
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
と
ま
り
で
残
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
し
て
、
パ
。
ヒ
ル
ス
の
破
損
等
が
原
因
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

以
上
は
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
著
作
に
お
い
て
珍
し
い
形
式
で
あ
り
、

バ
ー
デ
ィ
の
判
断
は
説
得
的
で
あ
る
。

込
ん
で
、

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
が
若
年
の
時
期
に
自
身
の
説
教
用
に

覚
書
と
し
て
書
き
留
め
た
も
の
が
、
公
開
の
た
め
の
手
入
れ
を
経
な

い
ま
ま
流
通
・
伝
承
さ
れ
た
と
考
え
る
。

と
分
析
す
る
一
節
も
、
覚
書
に
近
い
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
読
む
必

要
が
あ
ろ
う
。

史
料
分
析
に
入
る
前
に
、

お
け
る

『
蔵
言
』

の
位
置
づ
け
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

は
四
世
紀
ま
で
に
は
正
典
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
が
、

に
し
て
読
ま
れ
て
い
た
か
を
明
言
す
る
テ
キ
ス
ト
は
少
な
い
。
バ
ー

デ
ィ
は
ラ
ウ
ス
を
引
用
し
、

つ
実
践
的
忌
lXK'Cll
＾
二
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
と
論
じ

(35) 

て
い
る
。
し
か
し
『
蔵
言
』
を
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
言
説
は
ソ

ロ
モ
ン
の
一
ー
一
書
（
蔵
言
、

『
蔵
言
』

コ
ヘ
レ
ト
、

な
お
筆
者
は
も
う
一
歩
踏
み

ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
に

が
修
道
院
で
初
学
者
向
け
か

雅
歌
）

の
三
区
分
に
当
て
は
め
る
オ
リ
ゲ
ネ
ス

い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
の
あ

『
蔵
言
』

、、しカ

を
ギ
リ
シ
ア
的
学
問

『
雅
歌
註
解
』

序
文
の
影
響

を
受
け
た
も
の
で
、
主
に
バ
シ
レ
イ
オ
ス
の
証
言
な
ど
か
ら
判
明
し

『
雅
歌
註
解
』
と
と
も
に
注
目
す
べ
き
例
外
と
い
え
る
。
ク
リ
ュ
ソ

ス
ト
モ
ス
は
『
蔵
言
』
全
体
を
「
霊
を
受
け
た
知
者
た
ち
の
知
恵
」

(40) 

と
明
言
す
る
。
そ
し
て
生
を
正
し
く
送
る
た
め
に
有
用
な
蔵
言
が
不

明
瞭
な
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
魂
を
引
き
上
げ
る
た
め
で
あ
る
、

(41) 

と
述
べ
る
な
ど
、
読
者
の
注
意
を
引
こ
う
と
工
夫
し
て
い
る
様
子
が

窺
え
る
。
以
上
に
鑑
み
る
と
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
覚
書
に
近
い

形
で
、
本
来
有
用
で
あ
り
な
が
ら
軽
視
さ
れ
が
ち
な
『
蔵
言
』
を
釈

義
し
て
読
者
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
と
言
え
る
。

さ
て
問
題
の
テ
キ
ス
ト
は
、
『
蔵
言
』

旬
に
対
す
る
註
解
で
あ
る
。

「
杖
を
控
え
る
者
は
自
身
の
子
を
憎
む
」
（
蔵
―
―
―
―
・
ニ
四

a
)
。

こ
の
箇
所
で
は
子
を
愛
す
る
者
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
実

は
そ
う
で
は
な
い
者
た
ち
に
、
「
控
え
な
い
こ
と
」
で
は
な
く

「
控
え
る
こ
と
」
が
即
ち
「
憎
む
こ
と
」
で
あ
る
と
掃
結
す
る

よ
う
に
〔
言
わ
れ
て
い
る
〕
。
と
い
う
の
も
、
子
供
た
ち
と
い

う
の
は
任
意
の
家
産
と
は
違
い
、
私
た
ち
は
そ
の
救
済
に
責
任

あ
る
も
の
な
の
だ
か
ら
。
エ
リ
が
こ
の
口
実
の
た
め
に
受
け
た

罰
は
、
重
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
「
し
か
し
〔
子
を
〕
愛
す
る

者
は
注
意
深
く
懲
ら
し
め
る
」
（
蔵
ニ
ニ
．
―
-
四
b
)
。
単
純
に
で

-
l
-
]
l
~

―
―
-
―
―
―
-
―
―
_
―
＿
、
ぐ
ー
決
函

g
忍
ぷ

(36) 

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

ド
レ
ト
ス

そ
の
た
め
主
と
し
て
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
の
慣
行

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス

『
雅
歌
註
解
」

序
文
に
も
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
た
め
、

『
研
咸
言
』
が
シ
リ
ア
地
域
の
修
道
院
で
も
同
様
の
扱
い
を
受
け
て
い

た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
慎
重
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
ゴ
ー
ル
は

キ
ア
派
聖
書
釈
義
に
お
け
る
知
恵
文
学
（
蔵
言
、

(37) 

の
地
位
・
注
目
度
の
低
さ
を
指
摘
す
る
。

ヨ
ブ
）

ン
テ
ィ
オ
キ
ア
派
の
代
表
的
釈
義
者
で
あ
る
モ
プ
ス
エ
ス
テ
ィ
ア
の

テ
オ
ド
ロ
ス
は

わ
さ
れ
た
も
の
、

『
ヨ
ブ
記
註
解
』

『
蔵
言
註
解
』

（
バ
ー
デ
ィ
と
と
も
に
）

ア
ン
テ
ィ
オ

コ
ヘ
レ
ト
、
雅
歌
、

一
例
と
し
て
、

の
ラ
テ
ン
語
断
片
に
お
い
て
、

ロ
モ
ン
の
著
作
は
預
言
の
賜
物
で
は
な
く
知
恵
の
賜
物
に
よ
っ
て
著

ヨ
ブ
記
著
者
は
異
教
徒
で
あ
り
「
本
来
の
」

記
に
多
数
の
書
き
足
し
を
施
し
た
た
め
こ
れ
を
除
外
せ
ね
ば
な
ら
な

(38) 

い
、
等
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
ド
ヴ
レ
ス
の
手
で
編
纂
さ
れ
た
『
詩

テ
オ
ド
ロ
ス
は
一
回
も
『
蔵
言
』
を
参
照
し

篇
註
解
』

(39) 

な
い
。
こ
れ
は
よ
り
簡
潔
な
キ
ュ
ロ
ス
の
テ
オ
ド
レ
ト
ス

に
お
い
て
、

も
、
知
恵
文
学
の
位
置
が
低
い
の
は
確
か
で
あ
っ
て
、

う
よ
う
に
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の

『
蔵
言
註
解
』

や
テ
オアソ

ヨ
ブ

『
詩
篇
註

解
』
の
四
回
と
い
う
回
数
と
比
べ
て
も
特
筆
に
値
す
る
。
デ
ィ
オ
ド

ロ
ス
や
テ
オ
ド
レ
ト
ス
が
註
解
対
象
と
し
て
選
ぶ
も
の
を
総
覧
し
て

ゴ
ー
ル
の
言

は
テ
オ
ド
レ
ト
ス

は
な
く
、
「
注
意
深
く
」
〔
と
言
わ
れ
て
い
る
〕
。
と
い
う
の
も

自
然
が
〔
杖
を
〕
控
え
る
よ
う
命
じ
て
い
る
か
ら
、
彼
（
真
に

子
を
愛
す
る
者
）
は
度
を
外
れ
た
も
の
を
取
り
除
く
の
だ
。
こ

の
た
め
に
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
《
私
が
あ
な
た
の
う
ち
に

慈
愛
を
は
ぐ
く
ん
だ
の
は
、
愛
さ
れ
る
人
々
を
害
す
る
た
め
で

は
な
く
、
彼
ら
を
慮
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
時
宜
に
合
わ

(42) 

な
い
情
愛
を
取
り
除
け
》
と
。

ま
ず
は
前
段
の
論
理
形
式
を
整
理
し
よ
う
。
歳
言
自
体
は
「
杖
を

控
え
る
」
（
命
題
A
)
な
ら
ば
「
自
身
の
子
を
憎
む
」
（
命
題
B
)
、
と

い
う
形
式

(
A
↓
B
)

を
と
っ
て
い
る
。
他
方
で
後
半
は
修
辞
的
禁

止
で
あ
る
こ
と
も
大
方
の
了
解
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
通

常
、
対
偶
命
題

(
J
B

↓
J
A
)

、
す
な
わ
ち
《
子
に
対
し
杖
を
控
え

て
は
な
ら
な
い
11

杖
を
振
る
え
》
を
肯
定
す
る
文
言
と
み
な
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
四
世
紀
の
『
使
徒
教
憲
]
は
同
じ
箇
所
を
引
用
す
る
。

同
じ
人
（
ソ
ロ
モ
ン
）
州
こ
う
言
っ
て
い
る
、
「
自
身
の
杖
を

控
え
る
者
は
、
自
身
の
子
を
憎
む
」
、
さ
ら
に
「
彼
の
脇
腹
を

打
て
、
幼
い
頃
に
。
さ
も
な
い
と
強
情
に
な
り
あ
な
た
に
従

わ
な
く
な
る
」
（
シ
ラ
―
―
10・

―
―
-
）
。
そ
れ
ゆ
え
奨
励
す
る
こ

15 体罰否定は教育の放棄か？
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可．． I 

←
ヤ
'
L
-
'
,

；
‘
i
ご
‘
~
と
’
」
:
9
‘

、
盗
翌
忍
4
が
豹
ゞ
勾

と
と
そ
の
子
に
賢
慮
を
授
け
る
こ
と
を
控
え
る
も
の
は
自
分
の

子
を
憎
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
あ
な
た
方
の
子
に
主
の
言
葉

を
教
え
込
め
、
打
榔
を
も
用
い
て
厳
し
く
接
し
服
従
さ
せ
よ
」

…
…
中
略
…
…
と
い
う
の
も
も
し
親
の
考
え
な
し
に
よ
り
彼
ら

が
律
せ
ら
れ
ざ
る
者
た
ち
と
関
わ
り
を
持
つ
な
ら
ば
、
子
供
た

ち
が
罪
を
犯
し
た
と
き
、
彼
ら
自
身
懲
ら
し
め
を
受
け
る
だ
け

で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
ら
の
た
め
に
彼
ら
の
親
た
ち
が
裁
か
れ

(43) 

る
で
あ
ろ
う
か
ら
。

こ
れ
こ
そ
は
か
か
る
解
釈
を
取
り
積
極
的
に
体
罰
を
推
奨
し
て
い

る
例
と
い
え
よ
う
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
三
七
五
年
か
ら
三
八

0
年
頃

に
シ
リ
ア
で
編
纂
さ
れ
た
教
会
規
定
集
成
で
あ
り
、
「
使
徒
の
教
え
』

(D
暑
calia
Apostolorum.

ニ
ー
三
世
紀
。
ギ
リ
シ
ア
語
版
は
散
逸
、
ラ

テ
ン
語
版
、
シ
リ
ア
語
版
等
が
現
存
）
に
『
十
二
使
徒
の
教
訓
』
（
デ
ィ

ダ
ケ
ー
）
、
『
使
徒
伝
承
」
等
を
加
え
つ
つ
編
集
者
に
よ
り
大
小
さ
ま

(44) 

ざ
ま
な
手
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
編
集
者
は
『
ヨ
ブ
記

註
解
」
や
イ
グ
ナ
テ
ィ
オ
ス
書
簡
の
偽
作
を
手
掛
け
た
ア
レ
イ
オ
ス

(45) 

派
の
ユ
リ
ア
ノ
ス
と
い
う
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
訳
文

(46) 

お
よ
び
註
の
元
テ
キ
ス
ト
に
ー
—
ー
フ
ン
ク
に
従
っ
て
1

下
線
を
引

い
た
部
分
は
、
『
使
徒
の
教
え
』
に
は
な
い
ユ
リ
ア
ノ
ス
の
執
筆
部

流
し
読
み
し
て
し
ま
い
そ
う
な
語
や
句
に
注
意
を
向
け
、
書
か
れ
え

た
が
書
か
れ
な
か
っ
た
類
似
表
現
や
そ
の
語
旬
の
別
箇
所
で
の
用
法

を
挙
げ
、
聖
書
の
語
り
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
こ

れ
ま
た
重
要
な
概
念
で
あ
る
「
精
確
さ
」
（
月
Q
(
p
n
a
)

の
追
求
と

(49) 

も
関
連
し
て
い
る
。

で
は
問
題
の
一
節
で
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
何
を
強
調
す
る
の
か
。

「
注
意
深
く
」
と
い
う
副
詞
で
あ
る
。
例
え
ば
、
念
に
は
念
を
入
れ

て
、
と
も
解
釈
で
き
る
こ
の
副
詞
を
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
、
「
度

を
外
れ
た
も
の
を
取
り
除
」
く
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
説
く
。
と

す
る
と
、
こ
こ
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
は
放
任
（
命
題
B°

修
辞
的

否
定
）
と
度
を
越
し
た
体
罰
（
含
ざ
l
5

が
禁
じ
る
。
直
後
で
詳
述
）
の

両
方
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
釈
義
に
は
、
体
罰
章
旬
を
事
柄

そ
れ
自
体
、
つ
ま
り
実
際
の
父
子
関
係
に
即
し
て
釈
義
し
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
過
剰
な
体
罰
を
何
ら
か
の
意
味
で
抑
制
す
べ
き
で
あ
る

と
い
う
言
明
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
独
自
性
が
あ

る。
最
後
に
「
自
然
が
〔
杖
を
〕
控
え
る
よ
う
命
じ
て
い
る
か
ら
」
と

い
う
部
分
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
理
由
節
が
、
「
度
を
外

れ
た
も
の
」
を
抑
制
す
る
こ
と
の
根
拠
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
鮮
明
で
は
な
い
。
ま
ず
「
自
然
」

分
で
あ
る
。
彼
は
蔵
言
に
『
シ
ラ
書
』
か
ら
の
、
し
か
も
極
め
て
厳

罰
志
向
的
な
一
節
を
追
加
す
る
。
ク
レ
メ
ン
ス
以
下
前
に
挙
げ
た
教

父
た
ち
と
同
様
、
『
蔵
言
」
以
外
の
書
か
ら
同
様
の
文
言
を
引
い
て

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
罰
の
対
象
が
そ
も
そ
も
子
供

に
も
向
く
こ
と
を
確
認
す
る
一
文
を
書
き
足
す
な
ど
、
従
来
の
文
言

を
よ
り
強
化
す
る
方
向
に
編
集
を
加
え
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

対
し
て
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
解
釈
を
見
る
と
、
大
筋
で
は
同
じ

で
、
逆
説
と
理
解
し
て
い
る
。
杖
を
控
え
る
、
す
な
わ
ち
懲
ら
し
め

な
い
の
は
愛
で
な
く
憎
し
み
で
あ
る
。
子
ら
の
教
育
に
失
敗
し
た
す

(47) 

え
戦
争
で
彼
ら
を
失
い
シ
ョ
ッ
ク
死
し
た
エ
リ
の
逸
話
を
引
く
こ
と

で
、
言
わ
れ
て
い
る
対
象
が
懲
ら
し
め
を
控
え
る
あ
ま
り
教
育
を
怠

る
よ
う
な
父
親
で
あ
る
こ
と
が
具
体
的
に
示
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
こ
で
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
次
の
旬
の
釈
義
に
移

る
。
こ
こ
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
「
単
純
に
で
は
な
く
」

(
O
兵

aさ
尻
）
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
う
語
る
こ
と
で
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト

モ
ス
は
体
罰
章
旬
中
「
注
意
深
く
」
に
注
意
を
引
く
わ
け
で
あ
る
が
、

「
単
純
に
で
は
な
く
」
と
の
熟
語
は
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
派
、
特
に
ク

リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
に
頻
出
す
る
表
現
で
、
そ
の
聖
書
釈
義
を
特
徴
づ

(48) 

け
る
キ
ー
・
ワ
ー
ド
の
一
っ
で
あ
る
。
た
い
て
い
は
聖
書
の
う
ち
、

（
念
且
）
と
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
語
は
植
物
が
萌

え
出
る
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
つ
動
詞

€
u
a
vか
ら
派
生
し
た
も

の
で
、
自
ず
か
ら
運
動
す
る
限
り
で
の
「
自
然
」
や
事
物
、
生
物
、

人
間
に
生
得
的
に
備
わ
る
「
本
性
」
な
ど
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ

で
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
が
頻
繁
に
用
い
る
「
自
然
の
法
」
（
含
§
K
O
S

＜名。
s)

と
い
う
表
現
が
あ
る
。
こ
れ
は
前
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ソ
フ
ィ

ス
ト
運
動
に
起
源
を
持
ち
、
ス
ト
ア
派
が
洗
練
さ
せ
た
観
念
で
あ
る

、
(50)

が
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
も
こ
れ
を
受
容
し
た
。
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス

は
『
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
』
二
章
一
五
節
な
ど
に
記
さ
れ
る
良
心

(gveigg5)
と
同
一
視
し
、
「
良
心
」
「
良
心
の
法
」
の
同
義
語
と

し
て
用
い
る
。

る。

神
認
識
の
方
途
と
し
て
は
、
ま
ず
一
っ
、
創
造
の
御
業
全
体

に
よ
る
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
も
う
―
つ
は
こ
れ
に
劣
ら
な
い
も

の
で
、
良
心
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
の
両
者
の
す
べ
て
を
我
々

は
か
の
と
き
多
大
な
言
葉
を
通
し
て
示
さ
れ
ま
し
た
、
い
か
に

し
て
良
き
こ
と
と
そ
う
で
は
な
い
こ
と
の
知
識
が
我
々
に
自
ず

か
ら
知
ら
れ
る
の
か
、
そ
し
て
い
か
に
し
て
良
心
は
わ
れ
わ

れ
に
内
的
に
そ
の
全
て
を
さ
さ
や
く
の
か
を
示
す
こ
と
で
。
と

い
う
の
も
こ
の
両
者
は
初
め
か
ら
我
々
の
た
め
に
教
師
と
し

17 体罰否定は教育の放棄か？ 16 



て
あ
っ
た
の
で
す
。
両
者
と
は
、
創
造
（
⇒
K
M
i
6
5
)

と
、
良

心

(
t
o
g
<
c
5
6
e
)
の
こ
と
で
す
。
ど
ち
ら
も
自
ら
の
声
を

発
し
ま
せ
ん
が
、
沈
黙
の
う
ち
に
人
々
を
教
育
し
て
き
た
の
で

す
。
と
い
う
の
も
創
造
は
視
覚
を
通
し
て
見
る
人
を
驚
嘆
さ
せ
、

そ
れ
を
造
っ
た
方
へ
の
崇
敬
へ
と
見
る
者
す
べ
て
を
導
き
ま
す
。

そ
し
て
良
心
は
内
的
に
さ
さ
や
き
、
あ
ら
ゆ
る
な
す
べ
き
こ
と

到
利
T
の
で
Tgo

こ
れ
と
対
照
さ
れ
る
の
は
書
か
れ
た
法
、
す
な
わ
ち
律
法
で
あ
る

が
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
む
し
ろ
良
心
の
法
の
根
源
性
・
優
越
性

を
強
調
す
る
。

「
す
べ
て
の
民
に
そ
ん
な
ふ
う
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
、
彼
の

裁
き

(
K
Q

モ
ag)
は
彼
ら
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
」

（
詩
一
四
七
・
八
）
。
さ
て
何
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
、

彼
（
ダ
ビ
デ
）
は
一
体
何
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
し
ょ
う
？
お
聞
き
く
だ
さ
い
。
か
の
方
は
書
か
れ
た
法
を

他
の
誰
に
も
お
与
え
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
い
う
の
も
一

方
で
は
す
べ
て
の
人
が
、
何
が
良
い
こ
と
か
、
何
が
そ
う
で
は

な
い
こ
と
か
を
内
的
に
教
え
響
か
せ
る
自
然
の
〔
法
〕
を
持
っ

罰
の
抑
制
を
命
じ
る
の
で
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
最
後
の
パ
ラ
フ
ラ
シ
ス
（
言
い
換
え
）
中
に
出
る
「
情
愛
」

と
は
、
誤
っ
た
愛
の
故
の
教
育
放
棄
と
、
教
育
の
行
き
過
ぎ
に
よ
る

過
剰
な
体
罰
と
の
両
方
を
指
す
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
両
者
が
害
で

あ
る
。
前
者
を
蔵
言
が
、
後
者
を
良
心
が
禁
止
す
る
。

と
は
い
え
、
い
か
に
「
注
意
深
く
」
と
い
う
副
詞
を
単
純
で
は
無

い
仕
方
で
理
解
し
よ
う
と
も
、
反
体
罰
の
根
拠
と
し
て
の
良
心
と
い

う
論
理
が
ど
こ
か
ら
発
想
さ
れ
た
か
も
論
点
と
な
り
う
る
。
ク
リ
ュ

ソ
ス
ト
モ
ス
は
、
こ
の
体
罰
章
旬
全
体
が
逆
説
の
形
を
取
っ
て
い
る

こ
と
そ
の
も
の
の
う
ち
に
、
本
来
は
自
然
で
も
あ
り
え
る
懲
罰
放
棄
、

と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
読
み
取
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し

簸
言
は
そ
れ
を
禁
止
す
る
。
と
す
れ
ば
懲
罰
の
行
き
過
ぎ
も
ま
た
正

義
に
反
す
る
。

そ
も
そ
も
既
に
引
用
し
た
諸
箇
所
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
良
心

自
体
も
ま
た
、
蔵
言
を
含
む
掟
と
同
様
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
『
使
徒
教
憲
』
の
例
と
比
べ
る
と
理
解
し
や
す
い
が
、
ク

リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
単
に
蔵
言
の
命
じ
る
と
こ
ろ
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
語
法
や
懲
罰
を
め
ぐ
る
親
の
心
理
に
ま
で
目
を
向
け
て
、
体
罰

章
句
の
緩
和
を
試
み
て
い
る
と
言
え
る
。

以
上
の
読
解
は
仮
説
と
し
て
提
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
対
し
て
、

て
い
ま
し
た
。
実
に
神
が
人
間
を
造
ら
れ
た
ま
さ
に
そ
の
と
き

に
、
こ
の
偏
り
な
き
法
廷
、
つ
ま
り
各
々
の
事
柄
に
お
け
る
良

心
の
判
断
を
内
に
置
か
れ
た
の
で
す
。
他
方
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
、

あ
る
選
び
ぬ
か
れ
た
も
の
が
贈
与
さ
れ
ま
し
た
。
書
か
れ
た
も

の
を
通
し
て
法
規
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
。
…
…
対
し
て

全
て
の
人
類
が
、
良
心
か
ら
く
る
法
を
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し

(52) 

て
有
し
て
い
る
の
で
す
。

本
稿
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
は
、
こ
の
自
然
の
法
11
良
心
の
法

に
つ
い
て
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
聖
書
釈
義
の

師
で
あ
る
タ
ル
ソ
ス
の
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
（
三
三
0
頃
ー
三
九
0
以
降
）

が
詩
篇
第
一
篇
に
対
す
る
註
解
の
梗
概

(
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
)

で
、
「
自

然
の
、
自
然
に
結
び
合
わ
さ
れ
た
法
」
＾
令
只
n1<:oc;
v
6
百
5
k
a
i

6
且
念
g
g
V
E
~
E芝
惹
v
o
e
;
»、
「
か
の
自
然
の
法
」
＾
a^
u
3
q

含
9
5
2
吾
0
0
>
、
「
自
然
そ
の
も
の
」
＾
＾
⇒
念

9
9
を
相
互
互

換
的
に
用
い
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
「
自
然
そ
の
も
の
が
教
え
て

い
る
」

(gaga)
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

(53) 
る
。
こ
こ
か
ら
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
謂
う
「
自
然
」
を
「
自
然

の
法
」

(11
良
心
の
法
）
の
覚
書
に
お
い
て
現
れ
る
同
義
語
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
良
心
が
体

こ
の
節
全
体
を
別
の
仕
方
で
解
釈
す
る
異
論
も
あ
り
え
る
。

り
、
筆
者
が
「
〔
子
を
〕
愛
す
る
者
」
を
そ
の
主
語
と
し
て
解
し
た

ava石
ci
に
つ
い
て
、
ソ
ロ
モ
ン

(11

「
蔵
言
」
記
者
）
を
主
語
と

解
し
、
念
9
C
を
「
自
然
的
傾
向
」
の
よ
う
に
解
し
た
う
え
で
、

no

含
図
Q
O
V

を
「
過
度
の
体
罰
」
で
は
な
く
「
過
度
の
情
愛
、
甘
や

か
し
」
と
解
す
る
。
す
る
と
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
自
然
に
任

せ
て
お
く
と
親
は
子
の
こ
と
を
過
度
に
甘
や
か
す
も
の
な
の
で
、
ソ

ロ
モ
ン
は
そ
の
傾
向
に
警
告
し
て
い
る
の
だ
、
と
な
る
。
過
度
な
甘

や
か
し
に
集
中
的
に
警
告
を
加
え
る
、
一
定
の
仕
方
に
基
づ
く
体
罰

奨
励
論
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
主
と
し
て
、

3VaLQEL
の
主
語

と

念

9
5
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
争
点
に
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
だ

が
い
ず
れ
も
決
定
的
な
材
料
は
な
い
。
本
稿
で
示
す
よ
う
に
、
筆
者

は
前
者
に
つ
い
て
は
直
前
の
箇
所
で
実
際
に
出
る
名
詞
と
解
し
、
後

者
に
つ
い
て
は
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
用
法
か
ら
そ
の
含
意
を
読
み

取
る
べ
き
と
判
断
し
、
体
罰
抑
制
論
が
説
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

一
方
、
仮
に
異
論
を
採
用
し
た
場
合
に
は
、
「
体
罰
章
旬
」
解
釈
史

に
お
い
て
本
節
が
有
す
る
と
筆
者
が
既
に
述
べ
た
独
自
性
の
う
ち
、

二
番
目
の
「
体
罰
を
抑
制
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
要
素
は
棄

却
さ
れ
、
代
わ
り
に
、
体
罰
を
奨
励
し
つ
つ
も
、
親
が
子
に
向
け
る

過
度
な
情
愛
を
害
と
す
る
指
摘
が
、
独
自
性
と
し
て
認
め
ら
れ
る
だ

I
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さ
て
、
こ
の
一
節
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ク
リ
ュ
ソ

ス
ト
モ
ス
の
教
育
観
、
あ
る
い
は
そ
の
体
罰
観
を
考
察
し
、
そ
こ
に

位
置
付
け
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
育
と
い
う
主
題
は
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
が
特
に
関
心
を
持
っ

た
主
題
の
―
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ダ
ナ
シ
ス
や
ラ
イ

(54) 

ラ
ー
ズ
デ
ム
の
研
究
が
存
す
る
。
ダ
ナ
シ
ス
は
「
体
罰
」
に
つ
い
て

も
一
節
を
割
い
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス(55) 

は
子
供
に
対
す
る
体
罰
を
穏
健
な
使
用
に
抑
え
る
よ
う
説
い
て
い
る
。

ま
た
妻
に
対
す
る
体
罰
を
も
禁
止
す
る
。
こ
れ
を
ダ
ナ
シ
ス
は
紀
元

前
数
世
紀
間
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
間
で
懲
罰
が
特
に
厳
し
か
っ
た
こ
と
と

対
比
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
の
「
ユ
ダ
ヤ
人

に
お
け
る
懲
罰
」
の
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
『
蔵
言
』
の
体

罰
章
旬
(
-
三
章
二
四
節
）
な
の
で
あ
る
。
ダ
ナ
シ
ス
は
教
父
た
ち

に
よ
る
歳
言
引
用
に
は
注
意
を
払
っ
て
お
ら
ず
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ

ス
の
教
育
観
を
分
析
す
る
の
に
は
主
と
し
て
説
教
『
虚
栄
と
教
育
に

つ
い
て
」

(Dei
恙
ni
gloria et de educandis liberis)
を
用
い
て
い
る
。

四
年
）
に
な
さ
れ
た
説
教
の
一
節
で
あ
る
。
自
身
の
「
受
難
」
と
重

ね
合
わ
せ
て
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
以
上
二
例
は
一
節
で
検
討
し
た
よ
う
な
救
済
論
的
解
釈
を
示
し

て
お
り
、
実
際
の
教
育
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
実
際
の
教
育
に
お
け
る
体
罰
に
か
か
わ
る
箇
所

を
検
討
し
よ
う
。
『
虚
栄
と
教
育
に
つ
い
て
』
は
前
半
部
に
お
い
て

空
し
い
栄
光
を
追
い
求
め
る
こ
と
の
無
意
味
さ
を
説
き
、
後
半
部
で

教
育
に
つ
い
て
の
議
論
を
展
開
す
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
こ
で
ク

(59) 

リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
、
子
供
の
魂
を
都
市
に
見
立
て
る
。
子
供
の
う

(60) 

ち
に
法
を
立
て
、
そ
れ
を
破
っ
た
場
合
厳
し
い
表
情
あ
る
い
は
鋭
く

胸
を
刺
す
言
葉
（
道
理
）
で
懲
ら
し
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま

た
諭
し
つ
つ
と
き
に
は
褒
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
子
供
が
絶
え

ず
打
郷
を
受
け
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
体
罰
に

慣
れ
る
と
そ
れ
を
軽
ん
じ
て
し
ま
う
。
つ
ね
に
脅
し
が
効
力
を
有
す

る
た
め
、
罰
と
し
て
脅
し
、
脅
し
て
も
実
行
し
な
い
こ
と
が
重
要
で

(61) 

あ
る
。こ

れ
ら
の
文
言
は
、
体
罰
を
抑
制
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
が
、

他
方
で
消
極
的
で
も
あ
る
。
懲
ら
し
め
の
手
段
と
し
て
は
表
情
や
言

葉
が
よ
り
良
い
と
さ
れ
、
そ
ち
ら
の
「
過
剰
」
に
対
す
る
言
及
は
な

い
。
そ
の
意
味
で
、
古
典
期
以
来
の
「
効
果
」
に
も
と
づ
く
体
罰
抑

四
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
に
お
け
る
教
育
と
体
罰

ろ
う
。

他
方
で
ラ
イ
ラ
ー
ズ
デ
ム
は
実
践
面
よ
り
も
理
論
面
に
よ
り
強
い
関

心
を
払
っ
て
い
る
た
め
、
ダ
ナ
シ
ス
の
考
察
以
上
の
こ
と
を
述
べ
て

い
な
い
。
そ
こ
で
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
『
蔵
言
註
解
」
の
教
育
観
を

検
討
し
な
お
し
た
う
え
で
、
従
来
の
研
究
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と

に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
は
救
済
論
に
お
け
る
懲
罰
、
体
罰
に
言
及
す
る
箇
所
を
検

討
し
よ
う
。
ま
ず
『
蔵
言
註
解
』
三
章
―
二
節
の
註
解
に
は
、
教

師
の
も
と
へ
行
く
子
ど
も
で
さ
え
打
榔
に
不
満
を
持
た
な
い
の
だ

か
ら
、
「
主
は
愛
す
る
も
の
を
懲
ら
し
め
、
受
け
入
れ
た
ご
自
分
の

息
子
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
鞭
打
た
れ
る
」
（
蔵
三
•
―
二
）
の
だ
か

ら
、
「
私
は
そ
ん
な
ふ
う
に
愛
さ
れ
た
か
な
い
ね
」

(
O
U

~
o
u
,
\
o

互
L

d
Y
a
旦
旦
v
m
o
u
M尻
）
と
嘲
笑
し
て
は
な
ら
な
い
と
説
か
れ
て
い

る
。
ま
た
『
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
講
話
』
第
二
九
講
話
に
は
、
す

べ
て
の
人
が
「
子
」
と
し
て
神
の
訓
育

(
m
a
b
e
百
ヘ
ブ
―
ニ
・
七
）

(58) 

を
受
け
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
る
。

た
だ
し
前
者
は
教
師
と
生
徒
、
つ
ま
り
学
校
に
状
況
を
設
定
し
て
い

る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
単
に
従
来
の
比
喩
を
受
容
し
た
だ
け
か
も
し

れ
な
い
が
、
家
庭
で
の
教
育
と
学
校
で
の
教
育
の
違
い
を
念
頭
に
置

く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
後
者
は
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
が
コ
ン
ス
タ

ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
大
主
教
の
座
か
ら
追
放
さ
れ
る
直
前
（
四

0
三
ー

制
論
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
ド
ゥ
・
ウ
ェ
ッ
ト
は
本
箇
所

を
前
述
し
た
体
罰
に
よ
る
奴
隷
化
へ
の
危
惧
を
表
明
す
る
も
の
と
み

(62) 

な
す
が
こ
れ
は
誤
認
で
あ
ろ
う
。
原
文
に
そ
の
よ
う
な
言
及
は
な
く
、

む
し
ろ
次
の
三
一
節
で
は
子
ど
も
に
よ
る
奴
隷
に
対
す
る
虐
待
を
も

許
さ
ず
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
場
合
に
は
、
自
由
人
た
る

子
ど
も
を
罰
す
る
よ
う
説
い
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
箇
所
は
体

罰
に
関
し
て
自
由
人
と
奴
隷
を
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
や
擬
プ
ル
タ

ル
コ
ス
と
は
別
の
仕
方
で
位
置
付
け
て
い
る
と
い
え
る
。
自
由
人
た

る
子
供
の
、
意
志
主
体
と
し
て
の
在
り
方
を
侵
害
す
る
よ
う
な
体
罰

を
否
定
す
る
、
と
い
う
の
で
な
く
、
子
ど
も
自
身
が
他
者
に
体
罰
を

行
う
こ
と
を
想
定
し
、
む
し
ろ
意
志
主
体
で
あ
れ
ば
こ
そ
そ
れ
が
罰

さ
れ
る
べ
き
だ
と
説
く
の
で
あ
る
。

最
後
に
『
蔵
言
註
解
』
一
章
八
節
へ
の
註
解
を
検
討
す
る
。
「
聞

け
、
子
よ
、
あ
な
た
の
父
の
懲
ら
し
め
／
訓
育
を
。
拒
む
な
、
あ
な

た
の
母
の
掟
を
」
（
蔵
一
・
八
）
と
い
う
、
良
心
へ
の
服
従
を
命
じ
る

歳
言
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
タ
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
ま
ず
直
前
の

七
節
（
「
主
へ
の
長
れ
は
知
恵
の
初
め
」
等
）
と
の
繋
が
り
が
、
『
出
エ

ジ
プ
ト
記
』
二

0
章
二
節
以
下
お
よ
び
―
二
節
に
お
け
る
「
神
へ
の

(63) 

畏
れ
↓
両
親
へ
の
尊
敬
」
と
い
う
記
述
と
同
じ
順
番
で
語
ら
れ
て
い

(64) 

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
パ
ウ
ロ
の
「
子
供
た

-―-＝＝-ー
--4̀
:-ii」-
d

ぃ
ヽ
・1
~
;
<、-
i

紗
呼
謡
f
A
9
凡
吠
，
、
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呵

む
す
び

ち
よ
、
親
の
言
う
こ
と
を
主
に
お
い
て
聞
き
な
さ
い
」
（
エ
フ
ェ
六
．

-
）
と
い
う
言
葉
は
「
単
純
に
で
は
な
く
」
言
わ
れ
て
い
る
と
す
る
。

つ
ま
り
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
主
に
お
い
て
」
、
主
の
意
志
に
か
な
う

限
り
に
お
い
て
、
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、

『
蔵
言
』
一
章
八
節
で
も
懲
ら
し
め
／
訓
育
と
は
律
法
（
＜
名
。

t

)

の

(65) 

こ
と
で
あ
り
、
神
へ
の
畏
敬
が
親
へ
の
従
順
に
先
立
つ
と
す
る
。
そ

し
て
古
代
に
お
い
て
は
お
そ
ら
く
稀
な
こ
と
に
、
親
か
ら
の
「
不
条

(66) 

理
な
」
命
令
は
聞
か
な
く
て
よ
い
と
説
く
。
懲
ら
し
め
を
受
け
る
子

ど
も
の
側
に
も
良
心
(
'
H
J

C
T
U
V
E
L
g
s
)

に
即
し
て
教
育
（
日
菟
豆
a)

(67) 

の
良
し
悪
し
を
見
分
け
る
権
能
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

類
似
の
議
論
が
『
神
の
把
握
し
が
た
さ
に
つ
い
て
」
で
も
展
開
さ

れ
て
い
る
。
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
第
一
講
話
の
四
一
節
以
下
で
、

（邸）

親
し
い
者
た
ち
、
あ
る
い
は
両
親
が
不
敬
虔
へ
と
誘
惑
す
る
場
合
に

つ
い
て
説
く
が
、
マ
タ
イ
福
音
書
五
章
二
九
節
に
お
け
る
目
玉
の
喩

え
を
寓
意
的
に
解
し
た
う
え
で
、
「
親
し
い
者
た
ち
が
害
を
与
え
る

(69) 

な
ら
、
逃
れ
ま
し
ょ
う
」
と
呼
び
か
け
る
。
も
ち
ろ
ん
個
別
の
文
脈

に
即
し
た
言
葉
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の

思
想
は
明
白
に
表
れ
て
い
る
。
両
親
の
権
威
は
神
へ
の
畏
敬
に
次
ぐ

二
次
的
な
権
威
し
か
持
た
な
い
。
そ
れ
は
愛
に
基
づ
き
、
害
を
な
さ

な
い
限
り
で
正
当
で
あ
る
。
神
が
人
間
に
与
え
た
良
心
に
は
、
そ
の

の
は
価
値
観
の
断
絶
で
は
な
く
、
釈
義
に
よ
る
思
想
の
不
断
の
展
開

な
の
で
あ
る
。

二
節
で
考
察
し
た
通
り
、
教
父
た
ち
は
『
蔵
言
』
体
罰
章
旬
を
救

済
論
に
お
け
る
比
喩
、
修
道
規
則
の
典
拠
と
し
て
用
い
た
。
『
使
徒

教
憲
』
は
特
に
二
三
節
一
四
節
を
家
庭
教
育
の
規
律
強
化
の
た
め

に
利
用
し
た
が
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
「
注
意
深
く
」
と
い
う
副

詞
に
注
目
し
つ
つ
、
良
心
の
命
令
を
根
拠
と
し
て
極
端
な
体
罰
を
も

抑
制
し
た
。
「
歳
言
註
解
』
一
章
八
節
註
解
は
こ
れ
と
同
様
に
、
あ

く
ま
で
神
へ
の
畏
敬
が
親
権
の
上
位
に
置
か
れ
る
べ
き
こ
と
を
聖
書

か
ら
引
き
出
し
て
い
た
。
天
地
な
ど
の
創
造
物
と
同
様
に
神
の
根
源

的
な
賜
物
で
あ
る
良
心
は
そ
れ
ゆ
え
に
蔵
言
の
掟
を
も
緩
和
し
う
る
。

体
罰
と
い
う
観
点
で
言
え
ば
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
行
論
は
同
時
代

お
よ
び
後
世
の
理
解
と
異
な
る
独
特
の
も
の
で
あ
っ
た
。

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
釈
義
が
同
時
代
の
「
両
親
た
ち
」
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
傑
出
し
た

説
教
者
が
か
か
る
独
自
の
発
想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
特
筆
に
値
し

＊
本
研
究
は
J
S
P
S

特
別
研
究
員
奨
励
費
1
9
]
2
1
0
3
3

の
助
成
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
。

註

（
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
博
士
課
程
）

-_―-＝ニ―_―-――-―ニ

害
を
見
分
け
る
の
に
充
分
な
力
が
あ
る
。

翻
っ
て
見
れ
ば
、
『
歳
言
註
解
』
二
三
章
一
四
節
へ
の
註
解
で
も

良
心
が
体
罰
抑
制
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
パ
ラ
フ
ラ
シ
ス
で
も
、

教
育
放
棄
と
過
剰
な
体
罰
を
と
も
に
禁
止
す
る
「
神
の
愛
」
が
語

ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
著
作
全
体
か
ら
見
出

さ
れ
る
教
育
論
と
の
連
続
性
が
見
出
さ
れ
る
。
ダ
ナ
シ
ス
に
よ
れ
ば
、

ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
に
と
っ
て
家
庭
は
宇
宙
11
神
学
的
で
教
育
的
な

(70) 

共
同
体
へ
と
進
む
た
め
の
基
礎
で
あ
り
、
ラ
イ
ラ
ー
ズ
デ
ム
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
は
聖
職
者
と
平
侶
徒
、
説
教
司
祭
と
聴
衆
が
一
丸
と
な
っ

(71) 

て
「
天
的
都
市
」
を
目
指
す
た
め
の
礎
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
家

庭
教
育
に
お
け
る
体
罰
の
可
否
を
、
彼
は
神
の
愛
に
よ
り
与
え
ら
れ

た
良
心
に
基
礎
づ
け
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
れ
が
救
済
論
的
な

比
喩
で
も
効
果
の
観
点
に
基
づ
く
も
の
で
も
な
い
と
い
う
事
実
に
鑑

み
れ
ば
、
『
蔵
言
』
―
―
―
―
―
章
一
四
節
註
解
は
そ
の
著
作
の
中
で
も
独

自
性
を
持
つ
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
言
え
る
。

ダ
ナ
シ
ス
が
ユ
ダ
ヤ
人
（
『
蔵
言
』
）
と
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
（
説

教
群
）
と
を
対
置
し
て
描
い
た
構
図
に
も
訂
正
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

『
歳
言
註
解
』
一
章
八
節
に
対
す
る
注
釈
も
併
せ
て
考
察
す
れ
ば
、

彼
が
蔵
言
を
聖
書
全
体
と
併
せ
て
解
釈
し
、
何
を
ど
の
よ
う
に
理
解

し
な
お
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
か
が
明
瞭
に
な
る
。
そ
こ
に
存
す
る

よ
う
。
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
思
弁
よ
り
も
倫
理
的
勧
告
に
優
れ
た

人
物
で
あ
っ
た
と
し
ば
し
ば
評
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
独
自
の
「
思

想
」
の
欠
如
、
諸
命
題
の
単
な
る
鼓
吹
者
と
い
っ
た
観
念
が
含
意
さ

れ
る
。
し
か
し
本
稿
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
彼
の
思
考
は
ひ
ろ
く
聖

書
を
渉
猟
し
、
時
代
の
間
題
を
見
据
え
た
う
え
で
、
倫
理
的
規
範
の

根
拠
を
も
射
程
に
入
れ
て
展
開
し
て
い
た
。

過
去
の
教
父
の
社
会
倫
理
的
テ
ク
ス
ト
を
、
現
代
の
問
題
に
関
連

付
け
る
と
き
に
は
、
そ
の
発
言
の
文
脈
に
注
意
し
、
皮
相
な
我
田
引

(72) 

水
を
避
け
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
現
代
の
問
題
に
目
を
据
え

て
、
過
去
の
言
説
史
を
辿
る
と
き
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
『
蔵
言
註

解
』
に
お
け
る
一
節
は
見
逃
す
べ
か
ら
ざ
る
証
言
で
あ
る
と
い
え
よ

、つ
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